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９
条
実
現
を
目
指
し
て

本
格
改
憲
政
権
の
登
場

衆
院
選
で
、
憲
法
改
正
を
公
約
に
掲
げ
た
自
民
党

が
圧
勝
し
、「
無
効
の
憲
法
は
破
棄
す
べ
き
だ
」
と

訴
え
る
石
原
が
率
い
る
日
本
維
新
の
会
が
伸
張
し
た
。

そ
の
結
果
、
衆
院
で
は
改
憲
派
議
員
は
朝
日
新
聞

社
の
調
査
で
89
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

第
１
次
安
倍
政
権
は
、
改
憲
を
要
と
す
る
戦
後
レ

ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
に
よ
っ
て
「
美
し
い
国
」
を
つ

く
る
と
唱
え
、
そ
の
一
環
と
し
て
改
憲
手
続
法
を
制

定
し
、
改
憲
に
向
け
て
い
わ
ば
外
堀
を
埋
め
た
。
そ

の
後
下
野
し
た
自
民
党
は
、
10
年
１
月
新
綱
領
を
決

定
し
、そ
の
ト
ッ
プ
で
「
新
憲
法
の
制
定
を
目
指
す
」

と
謳
い
、
改
憲
政
党
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
し

た
。
そ
し
て
、「
真
の
独
立
国
に
な
っ
た
日
を
機
会

に
憲
法
改
正
を
し
っ
か
り
や
ろ
う
」
と
い
う
方
針
に

も
と
づ
い
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
60
年

と
な
る
12
年
４
月
27
日
、「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」

を
発
表
し
た
。
こ
う
し
た
改
憲
の
動
き
の
延
長
線
上

で
、
改
憲
を
前
面
に
出
し
た
衆
院
選
の
公
約
が
つ
く

ら
れ
た
。

改
憲
へ
の
様
ざ
ま
な
動
き
の
中
心
に
安
倍
が
い
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
安
倍
の
改
憲
へ
の
執
念

は
、
安
倍
が
最
も
尊
敬
す
る
政
治
家
で
あ
り
、
Ａ
級

戦
犯
で
60
年
安
保
改
定
を
強
行
し
た
祖
父
岸
信
介
元

首
相
の
改
憲
の
悲
願
に
由
来
し
て
い
る
。
安
倍
第
２

次
政
権
が
改
憲
の
本
丸
攻
め
を
仕
掛
け
て
く
る
こ
と

は
必
至
だ
。

新
改
憲
案
の
危
険
な
本
質

日
本
国
憲
法
改
正
草
案（「
新
改
憲
案
」）は
、05
年（
小

泉
政
権
時
代
）
公
表
の
自
民
党
「
新
憲
法
草
案
」（「
05

年
案
」）
よ
り
も
国
家
主
義
的
内
容
が
顕
著
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
１
９
５
０
年
代
に
岸
ら
が
つ
く
っ

た
９
条
を
要
と
す
る
戦
前
の
天
皇
制
国
家
を
範
と
す

る
復
古
的
な
改
憲
案
と
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
。
新
改

憲
案
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
05
年
案
と
比
べ
な
が
ら
見
て

い
こ
う
。

日
本
国
憲
法
の
最
大
の
特
徴
は
立
憲
主
義
と
平
和

主
義
を
結
合
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、

憲
法
前
文
の
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の

惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意

し
」
て
憲
法
を
確
定
し
た
と
述
べ
た
く
だ
り
に
明
確

に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
決
意
を
具
現
化
し
た
の
が
憲

法
９
条
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
新
改
憲
案
の
前
文

は
、
憲
法
制
定
の
目
的
を
「
天
皇
を
戴い
た
だ

く
国
家
」
を

「
末
永
く
子
孫
に
継
承
」
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て

い
る
（
05
年
案
の
「
象
徴
天
皇
制
を
維
持
す
る
」
よ
り
も

復
古
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
）。
そ
う
な
る
と
憲
法
は
、

市
民
に
よ
る
政
府
に
対
す
る
平
和
の
た
め
の
し
ば
り

で
は
な
く
、
天
皇
制
国
家
を
護
る
た
め
の
市
民
へ
の

し
ば
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
近
代
憲
法
の
根
本
原
理

で
あ
る
立
憲
主
義
の
破
壊
は
、
99
条
の
「
天
皇
…
そ

の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る

義
務
を
負
ふ
。」
と
の
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
の
規
定

を
変
え
て
、
国
民
に
そ
の
義
務
（
そ
の
実
質
は
天
皇
制

国
家
に
忠
誠
を
尽
く
す
義
務
）
を
課
し
、
天
皇
を
そ
の

対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
点
に
も
表
れ
て
い
る
。
新

改
憲
案
は
、
国
家
と
国
民
と
の
関
係
を
１
８
０
度
変

え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

新
改
憲
案
は
、05
年
案
の「
自
衛
軍
」を「
国
防
軍
」

に
「
格
上
げ
し
」
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
認

め
、「
国
際
的
に
協
調
し
て
行
わ
れ
る
活
動
」
や
「
公

の
秩
序
を
維
持
す
る
活
動
」
な
ど
を
行
う
権
限
を
与

え
、
他
国
の
領
土
に
お
け
る
武
力
行
使
、
海
外
で
の

戦
争
を
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、「
緊

急
事
態
」
の
章
で
は
、
内
閣
が
国
会
を
バ
イ
パ
ス
し

て
、
人
権
制
限
や
服
従
義
務
を
課
す
政
令
を
制
定
で

き
る
よ
う
に
し
て
、
戒
厳
令
の
復
活
を
も
く
ろ
ん
で

い
る
。
さ
ら
に
、「
機
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項
は

法
律
で
定
め
る
」
と
い
う
規
定
を
盛
り
込
ん
で
、
市

民
の
知
る
権
利
の
蹂
躙
、
政
府
に
よ
る
情
報
統
制
を

市
民
の
世
論
で
改
憲
を
と
め
よ
う

中
北
龍
太
郎
　
　

ほ
ど
、
対
米
同
盟
の
し
ば
り
と
の
矛
盾
は
大
き
く
な

ろ
う
。
安
倍
は
か
つ
て
の
極
小
「
親
米
右
翼
」
派
と

同
じ
運
命
を
た
ど
る
だ
ろ
う
。
こ
の
矛
盾
が
い
ち
ば

ん
突
出
す
る
の
は
、
沖
縄
の
か
か
え
る
諸
問
題
を
通

じ
て
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

（
た
か
は
し
・
た
け
と
も
／
本
誌
編
集
委
員
）
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９
条
実
現
を
目
指
し
て

企
ん
で
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
国
の
領
土
保
全
条

項
の
中
に
、「
国
民
と
協
力
し
て
」
を
加
え
て
、
徴

兵
制
な
ど
の
強
制
的
な
戦
争
動
員
に
道
を
開
い
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
05
年
案
に
は
な
く
、
新
改
憲

案
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
、
国
家
緊
急
権
、
秘
密
保
全
、
戦
争
動

員
を
盛
り
込
ん
だ
新
改
憲
案
は
、
日
本
を
戦
争
す
る

国
に
変
え
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
だ
。

新
改
憲
案
の
国
家
主
義
的
・
復
古
的
ア
ナ
ク
ロ
ニ

ズ
ム
は
、
天
皇
の
元
首
化
、
国
旗
・
国
歌
の
尊
重
義

務
、政
教
分
離
原
則
の
緩
和
、「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」

の
名
に
よ
る
人
権
の
大
幅
な
制
限
、
戦
前
の
治
安
維

持
法
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
を
害

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
結
社
の
禁
止
」、
家
族
制

度
の
重
視
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
の
制
限
に
も
露

骨
に
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
項
か
ら
、
新
改
憲
案
が
、
戦
争
を
す

る
国
、
天
皇
制
国
家
の
再
構
築
、
戦
後
平
和
・
民
主

主
義
の
否
定
を
本
質
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
。

権
力
者
の
改
憲
戦
略

強
硬
な
改
憲
論
者
で
固
め
ら
れ
た
安
倍
政
権
は
、

明
文
改
憲
へ
の
道
筋
と
し
て
、
一
方
で
、
ま
ず
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
は
違
憲
で
あ
る
と
す
る
政
府
見
解

を
覆
す
解
釈
改
憲
を
先
行
し
、
次
い
で
国
家
安
全
保

障
基
本
法
や
秘
密
保
全
法
を
制
定
す
る
と
い
う
立
法

改
憲
を
実
行
し
て
、
憲
法
を
変
え
や
す
く
す
る
環
境

を
整
備
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
他
方
で
、
11

年
10
月
か
ら
始
動
し
た
憲
法
審
査
会
を
舞
台
に
改
憲

案
づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、
改
憲
発
議
の
要
件

を
定
め
た
96
条
を
緩
和
し
て
国
会
の
改
憲
発
議
を
し

や
す
く
し
て
、
そ
れ
を
呼
び
水
に
９
条
を
は
じ
め
と

す
る
明
文
改
憲
に
進
む
と
い
う
２
段
階
戦
略
を
描
い

て
い
る
。

改
憲
潮
流
を
加
速
す
る
様
ざ
ま
な
危
険
な
動
き
を

無
視
で
き
な
い
。
自
民
党
は
、
今
夏
の
参
院
選
で
参

院
で
も
改
憲
派
議
員
が
３
分
の
２
を
超
え
る
議
席
の

獲
得
を
め
ざ
し
、
ま
た
領
土
問
題
で
排
外
主
義
を
あ

お
っ
て
改
憲
の
機
運
を
醸
成
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

日
本
維
新
の
会
は
、
改
憲
の
先
兵
と
し
て
自
公
政

権
に
改
憲
を
迫
る
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
９
条
改
憲
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
日
米
安

保
体
制
の
強
化
も
多
面
的
に
推
し
進
め
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
米
国
の
中
国
包
囲
網
を
核
と
す
る
ア
ジ

ア
太
平
洋
重
視
の
新
戦
略
に
呼
応
し
て
い
く
た
め
に
、

司
令
塔
と
な
る
安
全
保
障
会
議
の
設
置
、
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
に
踏
み
込
ん
だ
日
米
軍
事
協
力
の
指
針

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
や
防
衛
計
画
大
綱
の
見
直
し
、
沖

縄
辺
野
古
へ
の
新
基
地
建
設
を
は
じ
め
と
す
る
米
軍

再
編
強
化
の
動
き
が
進
ん
で
い
け
ば
、
改
憲
に
向
か

う
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

世
論
の
過
半
数
は
改
憲
反
対

衆
院
選
で
自
民
党
は
７
割
の
議
席
を
得
た
が
、
得

票
率
は
４
割
に
過
ぎ
ず
、
有
権
者
比
で
は
小
選
挙
区

で
24
％
、
比
例
代
表
で
15
％
の
支
持
し
か
な
い
。
民

意
と
議
席
数
の
乖
離
は
小
選
挙
区
中
心
の
選
挙
制
度

の
欠
陥
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
憲
法
改
正
に
つ
い

て
の
民
意
も
選
挙
の
結
果
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
安
倍
政
権
発
足
後
の
９
条
改
正
に
関

す
る
世
論
調
査
の
結
果
、
例
え
ば
朝
日
新
聞
で
は
賛

成
32
％
、
反
対
53
％
、
毎
日
新
聞
で
は
賛
成
36
％
、

反
対
52
％
で
、
い
ず
れ
も
反
対
意
見
が
多
数
を
占
め

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
改
憲
策
動
は
、
議

会
多
数
派
に
よ
る
民
意
蹂
躙
の
専
制
に
外
な
ら
な
い
。

改
憲
は
、
天
皇
制
国
家
の
侵
略
戦
争
を
正
当
化
し
、

ま
た
そ
う
し
た
歴
史
観
に
立
っ
て
、
戦
後
平
和
・
民

主
改
革
の
一
環
と
し
て
の
憲
法
を
全
否
定
す
る
も
の

だ
。
そ
の
こ
と
は
、
改
憲
を
要
と
す
る
戦
後
レ
ジ
ー

ム
か
ら
の
脱
却
が
、
教
科
書
検
定
に
お
け
る
「
近
隣

諸
国
条
項
」
の
削
除
や
村
山
・
河
野
談
話
の
否
定
、

領
土
紛
争
に
お
け
る
侵
略
の
歴
史
の
無
視
や
強
硬
方

針
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
歴

史
・
領
土
問
題
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
と
本
質
を
共
通

に
す
る
改
憲
の
策
動
に
よ
っ
て
、
日
本
が
国
際
社
会

か
ら
孤
立
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
今
こ
そ
、

市
民
の
力
で
憲
法
を
守
り
い
か
し
て
平
和
・
人
権
・

民
主
の
日
本
を
創
り
、
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
世
界
の
人

び
と
と
の
共
存
・
共
栄
を
実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

憲
法
を
変
え
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
決
定
権
は
主

権
者
で
あ
る
市
民
に
あ
る
。
形
骸
化
し
た
代
議
制
を

乗
り
越
え
る
草
の
根
市
民
の
直
接
民
主
主
義
の
実
践

を
通
じ
て
、
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
を
実
施
す
れ
ば

改
憲
反
対
が
過
半
数
を
超
え
る
と
い
う
世
論
を
可
視

化
し
て
、
改
憲
の
息
の
根
を
と
め
よ
う
。

（
な
か
き
た
・
り
ゅ
う
た
ろ
う
／
弁
護
士
、
と
め
よ
う
改
憲
！

大
阪
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
共
同
代
表
）


